
ノ

第
七

回

平
成

一
一十

一
一年
十

一
月

一
一十
日

村
上
春
樹
の
世
界

～
声
と
音
楽
と
映
像
に
よ
る
遣
遥
～

平
川

大
作

二
〇

一
〇
年

十
月
七
日
、

ペ
ル
ー

の
小
説
家

マ
リ
オ

・
バ
ル
ガ

ス
ーー
リ

ョ
サ

に
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
が
授
与

さ
れ
た
。
そ

の

発
表

の
直
前
ま

で
、
日
本

の

マ
ス

コ
ミ
が
イ
ギ
リ

ス
の
著
名
ブ

ッ
ク

メ
ー
カ

ー
に
お
け

る
オ

ッ
ズ

上
昇
な

ど
を
取

り
上
げ
、

村

上
春
樹

の
受
賞

に
寄

せ
ら
れ
る
期
待

を
報

じ
た
こ
と
は
記
憶
に
新

し

い
。
実
際
、
川
端
康
成

と
大

江
健
三

郎
に
続
き
、
日

本
人
作
家

と
し

て
ノ
ー

ベ
ル
文
学

賞
に
最
も

近

い
位

置
に
村
上
春
樹
が

い
る
こ
と
は
、
そ

の
賛

否
は
お
く
に

し

て
も
、
衆
目

の

一
致

す
る
と
こ
ろ
だ
と
言
え

そ
う

だ
。

そ

の
根
拠
は
、
彼

の
著
作

が
同
時
代
的

な

「
世
界
文
学
」
と

し
て
各

国
語

に
お

い
て
読
ま

れ

て
い
る
こ
と

に
あ

る
。
「
世

界
文

学
」

と
は
、
限
定

的
な
文
化

/
言
語
的
な
枠
組

み
を

離
れ

て
も

な
お
、
人
類
が
共
有

可
能

な
問
題
を
取

り
扱

い
、
表
現

し
て

い
る
文
学
作
品

の
こ
と

だ
。

村

上
春
樹

の
作
品

は

「
世
界
文

学
」
で
あ
る
。
海
外

の
読
者

は
村

上

の
小
説
を

「文

化
的
他

者
」
で
は
な

く
、
も

っ
と
身

近

な
存
在

と
し
て
受

け
止

め
て

い
る

の
で
あ

っ
て
、
日
本

と

い
う

異
文

化
を
理
解

す
る

一
つ
の
ツ
ー

ル
と
し

て
読
ん

で

い
る
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わ
け

で
は
な

い
。
そ
う

し
た
目
的

に
合
致
す
る
作
家

で
あ
れ
ば
、
村
上
春
樹
よ
り
相
応
し

い
名
前
を
何
人
も

挙
げ
る

こ
と
が

可
能

だ

ろ
う
。

た
だ

し
、
「
日
本
を
描

い
て

い
る
」
と

い
う

一
点

に
お

い
て
最
も
高

い
価
値

を
認
め
う

る
場

合

、
そ

の
小
説

は
あ

く
ま

で
ひ
と

つ
の

「
ロ
ー
カ

ル
文
学
」

に
留
ま
る

こ
と

に
な
る
。

実

際
、
過
半

の
文
学
作
品
は
固
有

の
言
語

に
よ

っ
て
、
そ

の
土
地

や
文
化
圏
固
有

の
事
柄
を
描
く

「
ロ
ー

カ
ル
文
学
」

で

あ

る
。
無
論
、

「
ロ
ー
カ

ル
文
学
」

で
あ

る
こ
と
は
文
学

の
必
要
条
件

で
あ
り
、
決

し
て

「
世
界
文
学
」
と

い
う

概
念

に
比

し

て
下
位

に
お
か
れ
る
価
値

で
は
な

い
。
よ

っ
て
、
村
上
春
樹
と
そ

の
作
品
を
彼
が
生
ま
れ
育

っ
た
と

い
う

阪
神
間
、
芦
屋

と

い
う

土
地

に
ど
こ
ま

で
も
結
び

つ
け

て
考
え

る

こ
と
は
、
文
学
研
究
と

い
う
観
点
か
ら
も
、
文
化
的
無
形

財
産

の
地
元

へ

の
還

元
と

い
う

観
点
か
ら
も
、
今

後
ま
す
ま
す
押
し
進
め
ら
れ
る

べ
き
だ

ろ
う
。

一
方

で
、
例
え
ば
小
説

に
描
か
れ
た
場
面
や
特
定

の
細
部

の
源
泉
が
具
体
的

に
ど

こ
に
所
在
し

て
い
る

の
か
、
と

い
う
注

釈

は

、
作

品
を
よ
り

ロ
ー
カ

ル
な
価
値

観
に
結
び

つ
け

て
読
解
す
る

に
あ
た

っ
て
は
有
効
な
情
報
と
な

る
が

、
前
述
し
た
よ

う

な

「
世
界
文
学
と
し

て
の
村
上
春
樹
」
を
可
能

に
し

て
い
る

の
は
、
そ
う

し
た
注
釈

の
集
積
、で
は
な
く
、

よ
り
根
本
的
な

小
説

と
し

て
の
主
題
、
構
成
、
手

法
、
言
語
表
現
、
想
像
力

で
あ
る

こ
と
は
疑

い
え
な

い
。
公
開
講
座

の
第

四
章

「
村
上
春

樹

の
世
界
～
声
と
音
楽

と
映
像

に
よ
る
迫
遥

～
」

で
は
、
あ
え

て
村
上
春
樹

に
お
け

る

「
地
方
性

1ー
ロ
ー
カ

リ
テ
ィ
ー
」

で

は
な

く
、
そ

の

「
世
界
文
学
」
と
し

て
の
側
面

に
着
目
し
た
。
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十

一
月
二
十
日
に
催
し
た
第

一
回
は
、
村
上
春
樹
作
品
を
理
解
す
る
た
め
の
導
入
部
と
し
て
、
『海
辺
の
カ
フ
カ
』
か
ら

冒
頭
部
分
の
抜
粋
朗
読
、
お
よ
び
映
画
化
さ
れ
た
初
期
作
品
の
紹
介
を
中
心
に
構
成
し
た
。
第
二
回
で
は

『海
辺
の
カ
フ
カ
』

を
重
点
的
に
取
り
上
げ
て
議
論
す
る
こ
と
を
参
加
者
に
予
告
し
た
上
で
、
そ
れ
ま
で
に
ぜ
ひ
上
下
巻
の
長
編
小
説
を
読
了
し

て
も
ら
い
た
い
旨
、
告
知
し
た
。

抜
粋
の
朗
読
に
は
、
『海
辺
の
カ
フ
カ
」
講
読
の
刺
激
剤
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
村
上
春
樹
の
文
体
が
持

つ
リ
ズ

ム
を
黙

読
で
は
な
く
、
耳
で
感
覚
的
に
味
わ
う
と
い
う
狙
い
が
あ

っ
た
。
果
た
し
て
、
彼
の
文
体
の
リ
ズ

ム
が
ど
こ
ま
で
翻
訳
可
能

な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
村
上
の
作
品
が

「
世
界
文
学
」
と
し
て
受
容
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
、
そ
の
文
体
が
ど
こ
ま
で

の
意
義
を
果
た
し
た
の
か
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
、
精
緻
な
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
こ

の
公
開
講
座
の
目
的
は
そ
う
し
た
研
究
に
よ
る
実
証
で
は
な
い
。
文
体
を
吟
味
す
る

つ
も
り
で
実
際
に
声
に
出
せ
ば
、
そ
れ

が
音
楽
的
か
ど
う
か
は
判
然
と
す
る
。
日
本
語
が
分
か
る
と
は
、
そ
う

い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

村
上
春
樹
が
作
中
で
頻
繁
に
ロ
ッ
ク
や
ジ
ャ
ズ
な
ど
の
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
音
楽
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
言
及
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
ら
を
物
語
上
の
重
要
な
主
題
と
不
可
分
な
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿

で
小
林
宣
之
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
)
。
そ
の

一
事
の
み
に
お
い
て
も
、
村
上
春
樹

の
作
品
が

「
音
楽
的
」
で
あ
る
こ
と
は

論
を
待
た
な
い
が
、
そ
の
音
楽
性
が
呼
吸
の
感
覚
を
大
切
に
し
た
文
体
と

い
う
か
た
ち
で
作
品
の
隅
々
に
い
き
わ
た

っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
日
本
語
の
生
理
的
な
リ
ズ

ム
を
巧
み
に
活
用
し
た
結
果
、
村
上
春
樹
の
諸
作
品
は
読
者
に
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と

っ
て

「
リ
ー
ダ
ブ
ル
」
な
魅
力
を
有
し
て
い
る
。
と
き
に
村
上
の
繰
り
出
す
比
喩
や
表
現
、
物
語
の
展
開
は
難
解
と
思
わ

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
決
し
て
文
体
は
難
解
、
難
渋
に
は
陥
ら
な
い
。
そ
こ
に
心
地
よ
い
、
村
上
春
樹
な
ら
で
は
の
リ
ズ

ム

が
横
溢
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
公
開
講
座
で
は
、
在
学
生
の
井
上
唯
香
、
藤
川
由
翔
、
岸
田
功
平
の
協
力
を
得
て
、
登
場

人
物
お
よ
び
地
の
文
を
複
数
の
読
み
手

に
割
り
振

っ
て
朗
読
を
試
み
た
。
こ
の
学
生
諸
君
に
よ
る
朗
読
は
、
講
座
の
参
加
者

に
好
意
を
も

っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た
い
。

こ
の

「
朗
読
に
よ
る
音
楽
性
」
は
、
村
上
春
樹
の
作
品
を
映
像
化
し
た
い
く

つ
か
の
作
品
に
お
い
て
も
、
主
に

「
小
説
の

朗
読
11
主
人
公
の
語
り
」
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
講
座
で
は
以
下
に
掲
げ
る
作
品
を
部
分
的
に

鑑
賞
し
て
、
村
上
春
樹
作
品
に
通
底
す
る
リ
ズ

ム
、
テ
ン
ポ
を
検
証
し
た
。

映 映 映 映
画 画 画 画

『
ノ
ル
ウ

ェ
ー

の
森
』

予
告
編

(二
〇

一
〇
年
)
げ
ξ

ミ
≦
≦
≦
昌
o
ヨ

曙
白

oユ
b
o
ヨ
＼δ
℃
巨
巨

『風

の
歌
を
聴
け
』

(
一
九

八
二
年
)
監
督

H
大
森

一
樹

主
演

"
小
林
薫

『
パ
ン
屋
襲
撃
』

(
一
九

八
二
年
)
監
督

"
山

川
直
人

主
演

H
趙
方
豪

『
1
0
0
%
の
女

の
子
』

(
一
九

八
三
年
)
監
督

H
山

川
直

人

出
演

日
室
井
滋
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一
九
八
〇
年
代
初
め
の
三
作
品
で
は
い
ず
れ
も
若
き
日
の
室
井
滋
が
登
場
し
て
、
主
人
公
が

つ
き
あ

っ
た
相
手
等
、
重
要



な
女
性
像
を
演
じ
て
お
り
印
象
的
だ

っ
た
。
作
品
の
根
幹
を
な
す
主
人
公
の
語
り
は
、
抑
揚
を
抑
え
た
フ
ラ
ッ
ト
な
、
物
語

の
語
り
手
に
ふ
さ
わ
し
い
幾
分
超
然
と
し
た
調
子
が
感
じ
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
関
西
の
言
葉
な
ど
、
土
着
性

・

地
方
性
を
強
調
し
た
リ
ズ

ム
や
テ
ン
ポ
で
は
な
か

っ
た
。

実
際
に
声
に
出
し
、
あ
る
い
は
記
録
さ
れ
た
声
に
耳
を
傾
け
、
そ
こ
で
感
得
で
き
た
も
の
を
正
確
に
言
葉
に
す
る
の
は
難

し
い
。
し
か
し
、
そ
の
難
し
さ
は
村
上
春
樹
の
文
体
に
認
め
ら
れ
る
独
特
の
リ
ズ

ム
と
調
子
を
言
語
表
現
に
置
き
換
え
る
と

き
の
困
難
さ
で
あ

っ
て
、
理
解
す
る
こ
と

の
難
し
さ
で
は
な
い
。
そ
の

「体
感
」
を
基
礎
に
し
て
、
次
回

『海
辺
の
カ
フ
カ
』

を
精
読
、
分
析
し
て
論
じ
る
こ
と
を
予
告
し
て
、

一
回
目
の
講
座
は
終
了
し
た
。
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